
後
拾
遺
集

「
雑
三
」

の
構
造
と
特
性
に

つ
い
て

実

川

恵

子

後
拾
遺
集
巻
十
七

「
雑
三
」
は
、
全
体
が
無
常
の
歌
で
占
め
ら
れ
、
そ
の
点
で

　　
ユ
　

古
今
集

の
雑
下
に
似
る
と
言
わ
れ
る
。
確
か
に
、
六
巻
に
分
類
さ
れ
た
雑
歌
の
う

ち

「雑
三
」
に
所
収
さ
れ
た
七
十
首
の
詠
歌
は
、
そ
れ
ら
の
詞
書
に
叙
述
さ
れ
た

場
や
、
歌
の
内
容
等
か
ら

「無
常
」
と
い
う
観
念
を
表
白
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ

る
。
だ
が
、
視
点
を
変
え
て
読
ん
で
み
る
と
、
古
今
集
的
な
無
常
観
と
は
い
い
得

な
い
、
性
格
を
少
し
異
に
す
る
部
分
も
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。

本
稿
は
、
そ
う
し
た
後
拾
遺
集

「
雑
三
」
の
詠
歌

へ
の
疑
問
を
媒
介
に
し
て
、

そ
の
構
造
や
特
性
を
考
察
し
て
み
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
文
中
で
引
用
し
た
本
文
は
、
『新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
っ
た
。
た
だ
し
、

表
記
に
つ
い
て
は
私
に
改
め
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

「
雑

三

」

の
歌

の
内

容

か

ら
整

理
す

る
と

、

お

お

よ

そ

次

の
よ
う

な
構

成

に
な

っ
て

い
る
と

思

わ

れ

る

。

一
、

官

職

に

関
す

る
歌

(
2

9
乙

7

～

00

0
」

O
J
)

11
首

二
、

厭

世

的

な

歌

(
Ω
U

4

00
～

O
J

O
J

∩コ
)

12
首

　
　

　

三
、

都

を

離

れ

た

僻

遠

の
地

で

の
歌

(
匚」

11

99
～

㎜

)

7
首

四
、

世

の
無

常

の
歌

(
㎜
～

㎜
)

18
首

五

、

出

家

や
隠

棲

に
関

す

る

歌

(
㎜
～

㎜

)

22
首

こ

の
構

成

は

、

古

今

集

「
雑

下

」

と

ほ

ぼ
合

致

し
、

司

召

に
も

れ

た

嘆

き

か

ら

始
ま

っ
て
、
徐
々
に
あ
は
れ
を
誘
い
無
常
を
感
じ
さ
せ
、
出
家
や
隠
棲
に
至
る
と

い
う
過
程
の
排
列
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
群
ご
と
に
少

な
か
ら
ず
古
今
集
と
は
異
質
で
、
後
拾
遺
集
独
特
な

一
面
も
見
い
出
せ
る
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
。

そ
こ
に
焦
点
を
あ
て
、
詠
歌
に
則
し
て
具
体
的
に
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
た

い
。冒

頭
か
ら
十

一
首
は
、
官
職
に
関
わ
る
歌
が
連
続
す
る
。
そ
の

「
雑
三
」
巻
頭

歌
は
、
元
輔

の
、

備
中
守
棟
利
み
ま
か
り
に
け
る
人
人
の
ぞ
み
侍
り
と
聞
て
う
ち
な
り
け
る
人

の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
、

た
れ
か
ま
た
年
経
ぬ
る
身
を
ふ
り
捨
て
て
吉
備
の
中
山
こ
え
ん
と
す
ら
ん

で
あ
る
。
元
輔
は
、
本
集
に
二
六
首
入
集
す
る
代
表
的
歌
人
で
、
詞
書
に
記
さ
れ

た
備
中
守
棟
利
は
清
少
納
言
の
夫
棟
世
の
弟
で
あ
る
。
元
輔
は
歌
人
と
し
て
の
名

声
は
高
い
が
、
そ
の
反
面
官
職
に
は
恵
ま
れ
な
か

っ
た
人
物
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

歌
中
の
二
、
三
句
の

「年
経
ぬ
る
身
を
ふ
り
捨
て
て
」
等
に
そ
の
悲
愴
感
が
伝
わ

っ
て
く
る
。
巻
頭
に
位
置
す
る
理
由
も
こ
の
辺
に
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

続
い
て
排
列
さ
れ
る
四
首

(
00

ρhU

7
～
ワ」

9

9
)
は
、
司
召
に
洩
れ
た
嘆
き
を
詠
ん
で
い

る
。
嬲

(重
之
)、
脳

(匡
衡
)、
粥

(国
行
)
の
三
首
は
、
い
ず
れ
も
詞
書
に

「
つ
か
さ
め
し
」
の
語
が
見
え
、
官
職
に
恵
ま
れ
な
い
不
遇
感
と
い
う
具
体
的
状

況
が
詞
書
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

一
連
の
官
職
に
関
わ
る
歌
の
中
で
、
次
の
二
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首

(
7

8

7

●
7

9

9
)
は
、
異
質
な
部
分
を
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。

小

一
条
右
大
将
に
名
つ
き
た
て
ま
つ
る
と
て
よ
み
て
そ

へ
て
侍
け
る源

重
之

み
ち
の
く
の
あ
だ
ち
の
真
弓
ひ
く
や
と
て
君
に
わ
が
身
を
ま
か
せ
つ
る
か
な

後
朱
雀
院
御
時
と
し
ご
ろ
よ
ゐ
つ
か
ま
つ
り
け
る
に
後
冷
泉
院
位
に
つ
か
せ

給
ひ
て
又
よ
ゐ
に
ま
ゐ
り
て
の
ち
上
東
門
院
に
た
て
ま

つ
り
侍
け
る

天
台
座
主
明
快

雲
の
う

へ
に
光
か
く
れ
し
ゆ
ふ

べ
よ
り
い
く
よ
と
い
ふ
に
月
を
見
る
ら
ん

重
之
歌
は
、
小

一
条
右
大
将

(済
時
)
に
名
簿
を
奉

っ
て
傘
下
に
入
る
こ
と
を

乞
う
た
歌
、
明
快
歌
は
後
朱
雀
院
、
後
冷
泉
院
の
二
代
の
帝
王
の
夜
居
を
勤
め
る

感
懐
を
上
東
門
院
に
奉

っ
た
詠
歌
で
あ
る
。
こ
の
両
歌
の
排
列
は
、
具
体
的
な
事

実
を
記
し
た
詞
書
を
付
し
、
作
者

の
個
別
的
な
事
情
を
前
面
に
出
す
と
い
う
態
度

を
と

っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
内
容

の
詠
歌
は
、
先
行
勅
撰
集
中
の
雑
歌
に
は
見

ら
れ
な
い
。

続
い
て
、
次
の
三
首

(
∩MJ

O

1

7

●
8

●
00

0」

9

9
)、

蔵
人
に
て
か
う
ぶ
り
た
ま
は
り
け
る
日
よ
め
る

源
経
任

か
ぎ
り
あ
れ
ば
あ
ま
の
羽
衣
ぬ
ぎ
か
へ
て
お
り
ぞ
わ
づ
ら
ふ
雲
の
か
け
は
し

右
大
弁
通
俊
、
蔵
人
頭
に
な
り
て
侍
り
け
る
を
、
程

へ
て
よ
ろ
こ
び
い
ひ
に

つ
か
は
す
と
て
よ
み
侍
け
る

周
防
内
侍

う
れ
し
と
い
ふ
こ
と
は
な
べ
て
に
な
り
ぬ
れ
ば
い
は
で
思
ふ
に
程
ぞ

へ
に
け
る

後
冷
泉
院
御
時
、
蔵
人
に
て
侍
け
る
を
、
か
う
ぶ
り
た
ま
は
り
て
又
の
日
、

大
弍
三
位
の
つ
ぼ
ね
に
つ
か
は
し
け
る

橘
為
仲
朝
臣

沢
水
に
お
り
ゐ
る
た
つ
は
年
ふ
と
も
な
れ
し
雲
ゐ
ぞ
恋
し
か
る
べ
き

は
、
昇
官
し
た
が
ゆ
え
に
生
じ
た
名
残
や
昇
官
の
祝
い
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
主
題
の
詠
歌
は
、
古
今
集
で
は
、
「
雑
上
」
(
跚
～
跚
)
に
見
ら
れ
る
。

巻
頭
か
ら
の
官
職
に
関
わ
る
歌
群
十

一
首
の
前
半
部
に
昇
進
の
な
い
嘆
き
の
歌

が
排
列
さ
れ
、
後
半
は
昇
進
祝
歌
と
い
う
構
造
を
と

っ
て
い
る
。

蠍
歌
は
、
『橘
為
仲
朝
臣
集
』
に
は

「
冠
給
は
り
た
る
に
、
周
防
内
侍

の
お
と

つ
れ
た
る
返
り
ご
と
に
」
と
詞
書
さ
れ
、
叙
爵
し
た
事
情
を
記
さ
ず
、
ま
た
歌
を

送

っ
た
相
手
を
異
に
す
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
こ
に
撰
者
通
俊
の
詞
書
改
変
の
意
識

を
認
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

こ
れ
ら
に
続
く
歌
群
は
、
官
位
昇
進
の
な
い
述
懐
や
、
そ
れ
に
伴
う
沈
淪
な
ど

が
主
題
と
な

っ
た
詠
歌
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
詞
書
に
は
、
原
因
と
な
っ
た
事
情
が

詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

冒
頭
は
、
公
任
の
詠
歌

(
389
)、

世
の
中
を
恨
み
て
こ
も
り
ゐ
て
侍
り
け
る
こ
ろ
、
八
重
菊
を
見
て
よ
み
侍
け

る
お
し
な
べ
て
さ
く
白
菊
は
八
重
八
重
の
花
の
霜
と
そ
み
え
わ
た
り
け
る

だ
が
、
『
公
任
卿
集
』
に
は
、
宮
と
の
唱
和
歌
と
し
て
出
、
「
中
務
の
宮
に
、
八
重

菊
植
ゑ
給
う
て
、
文

つ
く
り
遊
び
し
給
ひ
け
る
」
と
作
歌
事
情
が
付
さ
れ
て
お
り
、

本
集
の
詞
書
と

一
変
す
る
。
当
歌
は
、
『今
昔
物
語
集
』
二
四
巻

「
公
任
大
納
言
、

テ

ノ

ニ

メ
ル

ヲ

於
二
白
河
家

一詠
二
和
歌
一語
等
三
四
」
に
、
「
亦
此
大
納
言
世
ノ
中
ヲ
恨
テ
蟄
居
タ

リ
ケ
ル
時
、
八
重
菊
ヲ
ミ
テ
ヨ
ミ
ケ
ル
」
と
あ
り
、
本
集
の
詞
書
は
こ
れ
に
拠

っ

た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
詞
書
の
作
歌
事
情
と
歌
と
の
関
連
が
明
確
で
な
く
、

も
と
は
家
集
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
作
文
会
で
の
詠
歌
で
あ
っ
た
と

い
う
見
方
が
妥

当
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
撰
者
は
、
官
位
の
不
遇
感
か
ら
く
る
沈
潜
し
た
嘆
き

の
冒
頭
を
、
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
詞
書
を
付
す
こ
と
で
排
列
せ
し
め
た
と
も
考
え

ら
れ
る
。

こ
れ
に
続
く
蠍

・
躅
歌
も
、
詞
書
に

「と
し
ご
ろ
し
づ
み
ゐ
て
」
、
「
は
ら
か
ら

な
る
人
の
し
づ
み
た
る
よ
し
」
と
あ

っ
て
、
官
位
昇
進
が
思
う
よ
う
に
適
わ
ず
沈

淪
し
て
い
る
状
況
を
詠
む
。
次
の
鰯
は
、
義
定
詠
で
詞
書
に

「身
の
い
た
づ
ら
に

な
う
は
て
ぬ
る
こ
と
を
お
も
ひ
な
げ
き
て
播
磨
に
た
び
た
び
か
よ
ひ
侍
り
け
る
に
、

高
砂
の
松
を
見
て
」
と
あ
る
。
こ
の
詠
歌
は
、
『袋
草
紙
』
「
雑
談
」
に
、

ニ

ム

ヲ

俊

綱

朝

臣

下

二
向

播

磨

一之

間

、

於

二
高

砂

一各

詠

二
和

歌

一。

而

大

宮
先

生

藤

原
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後拾遺集 「雑三」の構 造 と特性 につ いて

ヲ

義

定

詠

レ
此

之

、

ワ

レ

ノ

ミ
ト

思

ピ

コ
シ

カ
ド

タ

カ

サ

ゴ

ノ
オ

ノ

ヘ
ノ

マ

ツ
モ

マ
ダ

タ

テ

リ

ケ

リ

人

々
感

歎

。

良

暹

云

、
女

牛

二
腹

ツ
カ

レ

タ

ル

類

ヒ
カ

ナ
ト

云

々
。

自

有

ニ

ノ

如
レ
此
事
也
。

と
あ
り
、
作
歌
事
情
や
良
暹
法
師

の
評
を
載
せ
み
。
ま
た
、
鰤
は
、
遁
世
し
て
い

る
恵
慶
法
師
の
も
と
に
送

っ
た
歌

で
、
昇
進
が
ま
ま
な
ら
ず
、
世
に
見
放
さ
れ
、

出
家
を
考
え
た
不
遇
の
嘆
き
を
詠
じ
た
歌
。
こ
れ
に
続
く
嬲
歌
は
、
津
守
国
基
の

詠
。
詞
書
か
ら
詠
み
と
る
と
、
加
茂
神
主
成
助
の
も
と
に
、
昇
進
の
な
い
嘆
き
を

詠

っ
た
も
の
。
続
く
弸
歌

(基
長

)
も
、
「
司
召
に
も
れ
て
歎
き
侍
る
比
、
女
の

も
と
に
つ
か
は
し
」
た
歌
と
さ
れ
る
。

こ
の
七
首
は
、
昇
進
の
な
さ
や
官
位
停
滞
か
ら
く
る
嘆
き
や
恨
み
が
主
題
と
な

っ
た
歌
群
で
、
「雑
三
」
冒
頭
の
官
職
に
恵
れ
な
い
不
遇
感
の

一
連
の
歌
群
の
歌

よ
り
、
そ
の
度
合
や
心
的
悲
愴
感
が
強
く
な
り
、
厭
世
的
な
気
分
を
漂
わ
せ
て
い

る
印
象
を
持

つ
。
以
上
、
冒
頭
か
ら
、
十
八
首
の
官
職
に
関
わ
る
事
項
か
ら
起
こ

る
嘆
き
や
恨
み
、
ひ
い
て
は
厭
世
的
な
心
情
の
詠
歌
の
排
列
が
終
了
す
る
。

続
く
、
兼
俊
母
の
㎜
歌
は
、
『
千
載
佳
句
』
、
『和
漢
朗
詠
集
』
所
収
、
羅

軋

ス
ル

ノ

ト

ノ

ニ

チ
テ

ヲ

ニ

ヲ

「
和
二
扶
風
老
人
}詩
」
の
中
の

「
雪
中
放
レ
馬
朝
尋
レ
跡
」
を
典
拠
と
す
る
。
漢

学
の
素
養
の
あ

っ
た
兼
俊
母
な
ら

で
は
の
詠
で
あ
ろ
う
。
歌
は
牧
場
の
愁
訴
が
内

容
で
、
前
述
の
官
職
に
関
わ
る
詠
歌
群
か
ら
、
異
例
な
排
列
と
な

っ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
次
の
弸
、
覿
は
堀
河
女
御
の
詠
歌
で
あ
る
。
蹴
は
、
詞
書
に

「
小

一
条
院
東
宮
と
聞
え
け
る
時
、
思
は
ず
に
位
お
り
給
ひ
け
る
に
、
火
焚
き
屋
な
ど

こ
ぼ
ち
さ
は
ぐ
を
見
て
よ
み
侍
り
け
る
」
と
あ
り
.
小

一
条
院
の
東
宮
辞
退
事
件

ヲ

を
詠
む
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
『大
鏡
』
「
師
尹
伝
」
に
詳
細
に
叙
述
さ
れ
る
が
、

勅
撰
集
詞
書
に
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
叙
述
を
す
る
と

い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
理

由
に
拠
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

嬲
は
、
「雑
三
」
巻

の
二
首
の

「
題
し
ら
ず
」
歌
の

一
方
で
、
道
済
の
詠
、

世
の
中
を
思
ひ
み
だ
れ
て
つ
く
づ
く
と
な
が
む
る
宿
に
秋
風
ぞ
吹
く

で
あ
る
。
当
歌
は
、
『
道
済
集
』
に

「松
風
を
聞
く
」
と
詞
書
す
る
歌
で
、
初
句

を

「
世
の
な
か
に
」
と
し
て
載
せ
る
。
も
と
は
、
こ
の
よ
う
に
題
詠
歌
で
あ

っ
た

ら
し
く
、
こ
れ
を
敢
え
て

「
題
し
ら
ず
」
と
し
た
の
は
何
か
意
図
す
る
も
の
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
後
に
は
、
下
向
や
流
罪
に
関
わ
る
悲
し
み
を
な
ど
を
詠
じ
た
次
の
七
首

(尸「U

1

99
～
嫻
)
が
排
列
さ
れ
る
。

こ
と
あ
り
て
播
磨

へ
ま
か
り
く
だ
り
け
る
道
よ
り
五
月
五
日
に
京

へ
つ
か
は

し
け
る

中
納
言
隆
家

世
の
中
の
う
き
に
生
ひ
た
る
あ
や
め
草
け
ふ
は
袂
に
ね
ぞ
か
か
り
け
る

五
月
五
日
、
服
な
り
け
る
人
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る

小
弁

け
ふ
ま
で
も
あ
や
め
し
ら
れ
ぬ
袂
に
は
ひ
き
た
が
へ
た
る
ね
を
や
か
く
ら
ん

静
範
法
師
、
八
幡
の
宮
の
こ
と
に
か
か
り
て
、
伊
豆
の
国
に
流
さ
れ
て
、
又

の
年

の
五
月
に
内
の
大
弍
三
位
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る

藤
原
兼
房
朝
臣

五
月
闇
こ
ご
ひ
の
森
の
ほ
と
と
ぎ
す
人
し
れ
ず
の
み
な
き
わ
た
る
か
な

返
し

大
弍
三
位

郭
公
こ
ご
ひ
の
森
に
な
く
声
は
き
く
よ
そ
人
の
袖
も
ぬ
れ
け
り

こ
れ
を
き
こ
し
め
し
て
、
め
し
か
へ
す
よ
し
仰
せ
く
だ
さ
れ
け
る
を
聞
き
て

よ
め
る

素
意
法
師

す
べ
ら
ぎ
も
あ
ら
人
神
も
な
ご
む
ま
で
な
き
け
る
森
の
ほ
と
と
ぎ
す
か
な

丹
後
の
国
に
て
保
昌
朝
臣
、
あ
す
狩
せ
ん
と
い
ひ
け
る
夜
、
鹿
の
鳴
く
を
き

き
て
よ
め
る

和
泉
式
部

こ
と
わ
り
や
い
か
で
か
鹿
の
鳴
か
ざ
ら
ん
今
宵
ば
か
り
の
命
と
思

へ
ば

西
宮
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
、

つ
く
し
に
ま
か
り
て
の
ち
、
住
み
侍
り
け
る

西
宮
の
家
を
見
あ
り
き
て
よ
み
侍
り
け
る

恵
慶
法
師

松
風
も
岸
う
つ
波
も
も
ろ
と
も
に
昔
に
あ
ら
ぬ
お
と
の
す
る
か
な
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鰯

゜
鰯
は
・
詞
書
に

「
五
月
五

日
」
と
い
う
暦
日
記
鞠
が
付
さ
れ
・
ど
ち
ら
も

「
あ
や
め

(草
)」
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
鰯
は
、
こ
の
暦
日
的
展
開
に
お
け
る
排

列
は
、
古
今
集
の
伝
統
を
基
盤
と
し
、
ま
た
影
響
も
受
け
た
が
、
反
面
、
そ
れ
を

打
破
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
随
所

に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
構
成
法
も
そ

う
し
た
企
て
の

一
つ
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
次
に
排
列
さ
れ
た
三
首
は
、
静

範
法
師
の
関
わ
っ
た
八
幡
宮
事
件

で
の
、
伊
豆
国
配
流
に
ま
つ
わ
る
兼
房
、
大
弍

三
位
の
贈
答
歌
に
、
素
意
法
師
が
感
動
し
て
詠
じ
た
歌
の
歌
群
で
あ
る
。

続
く
、
和
泉
歌
は
現
存
の
家
集

に
は
な
く
、
伝
承
歌
と
も
い
わ
れ
る
。
詠
作
事

情
は
詞
書
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
如
く
、
夫
保
昌
朝
臣
が
明
日
、
狩
に
出
る
と
い
う

夜
の
詠
。
今
宵
の
み
の
命
と
思
え
ば
鹿
も
鳴
く
の
も
当
然
な
こ
と
で
あ
る
と
詠
い
、

次
の
恵
慶
法
師
詠
は
、
松
吹
く
風
も
、
池
の
岸
辺
を
打
つ
波
の
音
も
、
昔
の
音
と

違

っ
た
音
が
す
る
と

い
う
詠
歌
。

こ
れ
ら
の
流
罪
に
関
わ
る
歌

(
鰯
は
喪
に
服
し
た
友
に
贈
っ
た
も
の
。
㎜
は
異

質
)
の
歌
群
は
、
餅
以
降
の
五
首

に
共
通
す
る
要
素
と
し
て
歌
中
に

「
ほ
と
と
ぎ

す
」
「
鹿
の
鳴
く
声
」
「岸
打

つ
波

の
音
」
と
い
う
聴
覚
的
な
素
材
を
盛
り
込
ん
で

い
る
点
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
流
罪
と
い
う
男
性
の
政
治
的
社
会
的
身
分
に

関
す
る
公
的
な
事
件
に
、
人
間
の
感
情
を
織
り
込
ま
せ
、
そ
れ
が
厭
世
の
心
情
と

結
び
つ
い
て
表
現
さ
れ
る
と
い
う
状
況
を
考
え
る
と
実
に
効
果
的
に
働
い
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。

続

い
て
、
世
の
無
常
を
詠
じ
た
十
八
首
の
歌
群
を
置
く
。
前
半
の
九
首

(
㎜
～

㎜
、
う
ち
㎜
は
読
人
不
知
だ
が
、
内
容
か
ら
女
歌
)
を
女
流
歌
人
詠
で
占
め
る
。

こ
の
冒
頭
は
、
小
式
部
内
侍
の
次

の
歌
が
排
列
さ
れ
て
い
る
。

二
条
前
大
ま
う
ち
ぎ
み
、
日
比
わ
づ
ら
ひ
て
お
こ
た
り
て
の
ち
、
な
ど
と
は

ざ
り

つ
る
ぞ
と
い
ひ
侍
り
け
れ
ば
よ
め
る

小
式
部
内
侍

死
ぬ
ば
か
り
歎
き
に
こ
そ
は
歎
き
し
か
い
き
て
と
ふ
べ
き
身
に
し
あ
ら
ね
ば

二
条
前
大
ま
う
ち
ぎ
み

(教
通

)
が
数
日
来
病
気
し
、
回
復
し
て
の
ち
、
な
ぜ

見
舞
わ
な
か

っ
た
か
と
言

っ
た
の
で
贈

っ
た
歌
で
、
歌
中
に
掛
詞
や
対
語
を
用
い

た
観
念
的
な
詠
歌
。
続
く
㎜

・
㎜
は
、
斎
宮
女
御
と
東
三
条
院
の
贈
答
歌
で
、

「
雑
三
」
巻
中
、
二
首
の

「題
し
ら
ず
」
歌
の

一
首
で
あ
る
。
㎜
は
、
『
斎
宮
女

御
集
』
の
詞
書
で
は
、
「
大
王
の
宮
に
」
と
し
東
三
条
院
詮
子
を
指
す
。
両
者
の

友
愛

の
情
を
詠
じ
た
歌
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
三
首
は
い
ず
れ
も
身
辺
か
ら
生
じ
た

や
る
せ
な
さ
を
中
心
に
詠
じ
た
歌
で
、
こ
の
冒
頭
を
飾
る
に
相
応
し
い
排
列
で
あ

る
。㎜

か
ら
跏
は
、
詞
書
に

「世
中
さ
わ
が
し
き
頃
」
莇
、
「
世
中
は
か
な
か
り
け

る
比
」
㎜
、
「
世
の
中

つ
ね
な
く
侍
り
け
る
頃
」
㎜
㎜

(和
泉
式
部
)、
「思
ふ
こ

と
侍
り
け
る
比
」
㎜
、
「
世
の
中
さ
わ
が
し
く
侍
り
け
る
頃
」
㎜

(堀
河
右
大
臣
)、

「世
中
常
な
く
侍
り
け
る
比
」
㎜

(赤
染
衛
門
)、
「
世
の
中
を
何
に
た
と

へ
ん
と

い
ふ
」
皿

(順
)、
「中
関
白
の
い
み
に
法
興
院
に
こ
も
り
て
、
あ
か
つ
き
が
た
千

鳥
の
鳴
き
侍
り
け
れ
ば
」
㎜

(円
昭
法
師
)
と
あ
り
、
身
辺
か
ら
生
じ
る

一
連
の

「
世
の
は
か
な
さ
」
を
詠
じ
た
歌
群
を
排
列
す
る
。
こ
の
十

一
首
は
、
他
の
歌
群

に
比
し
て
、
詞
書
が
概
し
て
簡
略
で
、
人
名
記
述
が
少
な

い
点
に
注
目
さ
れ
よ
う
。

長
文
で
詳
細
な
詠
作
事
情
が
付
さ
れ
た
歌
は
、
詞
書
か
ら
歌
の
内
容
を
規
定
さ
れ

る
要
素
を
持

つ
。
そ
の
部
分
が
、
少
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
詠
歌
自
体
に
比
重
が

か
か
り
、
無
常
と
い
う
心
的
な
重
層
性
を
表
白
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に

「
世
の
無
常
」
の
歌
群
は
、
前
半
に
女
流
歌
人
詠
を
排
し
、
形
態

的
に
は
簡
略
な
詞
書
を
付
し
、
詠
歌
内
容
を
き
わ
だ
た
せ
、
こ
の

「
雑
三
」
巻
の

主
題
で
あ
る

「無
常
」
を
表
白
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
、
「世
の
は
か
な
さ
」
を
詠
じ
た
歌
群
の
終
末
は
、
漢
詩
を
踏
ま
え
た
次

の
四
首

(
跏
～
㎜
)
が
並
ぶ
。

文
集
の
蕭
々
暗
雨
打
窓
声
と
い
ふ
心
を
よ
め
る

大
弍
高
遠

こ
ひ
し
く
は
ゆ
め
に
も
人
を
み
る
べ
き
を
窓
う
つ
雨
に
目
を
さ
ま
し
つ
つ

王
昭
君
を
よ
め
る

赤
染
衛
門

歎
き
こ
し
道
の
露
に
も
ま
さ
り
け
り
な
れ
に
し
里
を
恋
ふ
る
涙
は
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僧
都
懐
寿

思
ひ
き
や
ふ
る
き
都
を
た
ち
は
な
れ
胡
の
国
人
に
な
ら
ん
も
の
と
は懐

円
法
師

見
る
か
ら
に
鏡
の
影
の
つ
ら
き
か
な
か
か
ら
ざ
り
せ
ば
か
か
ら
ま
し
や
は

高
遠
詠
は
、
『白
氏
文
集
』
巻

三

「
上
陽
白
髪
人
」
を
踏
ま
え
て
詠
出
し
た
も

の
。
次
の
三
首
は
詞
書
に
あ
る
よ
う
に

「
王
昭
君
」
を
題
に
詠
じ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
詩
文
や
詩
句
を
読
み
込

ん
だ
本
説
取
り
の
歌
は
、
拾
遺
集
か
ら
後
拾
遺

集
の
転
換
期
に
求
め
ら
れ
た
新
し

い
試
み
と
し
て
の

一
つ
の
作
歌
態
度
の
顕
れ
で

あ
り
、
雑
歌
に
も
こ
の
試
み
は
実
行
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
四
首
は
、

次
の
歌
群
の
転
換
部
に
位
置
し
て
お
り
、
主
題
転
換
の
意
図
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
の
か
も
知
れ
な

い
。

巻
末
は
、
二
二
首
の
出
家
や
隠
棲
な
ど
を
題
材
に
し
た
詠
歌
で
あ
る
。
そ
の
排

列
の
様
相
を
示
す
と
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
歌
群
の
冒
頭
は
、
井
手
尼

の
詠
歌
、

入
道
前
の
お
ほ
い
ま
う
ち
君

、
法
成
寺
に
て
念
仏
お
こ
な
ひ
侍
り
け
る
比
、

後
夜
の
時
に
あ
は
ん
と
て
、
近
き
所
に
や
ど
り
て
侍
り
け
る
に
、
鳥
の
な
き

侍
り
け
れ
ば
、
昔
を
思
ひ
い
で
て
よ
み
侍
り
け
る

い
に
し

へ
は
つ
ら
く
き
こ
え
し
鳥
の
ね
の
う
れ
し
き
さ

へ
そ
も
の
は
か
な
し
き

で
あ
る
。
こ
の
詠
歌
は
、
『栄
花

物
語
』
巻
十
八

「
た
ま

の
う
て
な
」
所
収
の

「
尼
達
の
和
歌
」
に
載
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
歌
を
山
の
井
の
尼
と
し
て
い
る
。

こ
の
井
手
の
尼

・
山
の
井
の
尼
は
同

一
人
物
で
、
大
納
言
橘
好
古
女
と
言
わ
れ

る
橘
三
位
清
子
の
後
身
で
、
清
子
が
道
隆
の
男
道
頼
と
関
係
の
あ

っ
た
ら
し
い
と

こ
ろ
か
ら
、
山
の
井
を
称
し
、
橘
氏
の
創
建
し
た
井
手
寺
に
住
ん
だ
か
、
そ
こ
で

　
　

　

出
家
し
た
か
に
よ
る
命
名
で
あ
ろ
う
と
岩
野

・
杉
崎
氏
は
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
歌
は
、
詞
書
に
叙
述
さ
れ

る
よ
う
に
、
昔
の
恋
の
逢
瀬
の
別
れ
を
回
想
し
、

も
の
悲
し
い
思

い
を
募
ら
せ
た
も

の
。
続
く
㎜
は
、
修
行
出
立
の
思
い
を
述
べ
た

歌
で
あ
る
。
㎜
～
脳
は
出
家

(尼
、
法
師
)
に
関
わ
る
歌
群
が
排
列
さ
れ
る
。
跏

〈表

1
>

作

者

主

題

詞
書
中
の
人
名

㎜

井
手
尼

懐

古

道

長

㎜

増
基
法
師

廖

一

丁欧イイ

㎜

馬
内
侍

出

家

㎜

長

能

〃

鯲

律
師
長
済

〃

頼

家

価

加
賀
左
衛
門

〃

中
宮
内
侍

鯲

中
宮
内
侍

壊

旧

'

㎜

…

選
子
内
親
王

出

家

上
東
門
院

㎜

読
人
し
ら
ず

〃

成

順

㎜

伊
勢
大
輔

〃

㎜

顕

基

〃

後
一

条
院

㎜

上
東
門
院

〃

鯤

ー…

h」㎜

公

任

1

〃

統

理

〃

法
師

三
条
院

㎜

三
条
院

〃

鯲

義

懐

〃

法
師

鰯

II

』
μ㎜

公

任

出

家

成

信

素
意
法
師

隠

棲

良
暹
法
師

鰹

良
暹
法
師

〃

㎜

国

房

〃

良
暹
法
師

㎜

律
師
朝
範

〃

㎜

上
東
門
院
中
将

〃
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～
㎜

(う
ち
贈
答
歌
三
組
)
の
十
首
の
う
ち
五
首
の
詞
書
に
出
家
の
対
象
と
な
っ

た
人
物
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
続
く
、
㎜
は
、
公
任
の
、

世
を
そ
む
く
人
々
お
ほ
く
侍
る
こ
ろ

思
ひ
し
る
人
も
あ
り
け
る
世
の
中
を
い
つ
と
て
す
ぐ
す
な
る
ら
ん

と
い
う
歌
で
、
こ
の
歌
は

『
拾
遺
集
』
巻
二
十

「哀
傷
」

の
巻
に
、
「成
信
重
家

ら
出
家
し
侍
り
け
る
比
、
左
大
弁
行
成
が
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
」
と
詞
書
し
、

重
出
す
る
。
こ
の

『
拾
遺
集
』
の
詞
書
記
述
と
比
較
す
る
と
、
当
巻
で
は

「世
を

そ
む
く
人
々
」
と
具
体
的
な
人
名
を
省
略
し
て
い
る
。
前
述
し
た
出
家
に
関
わ
る

歌
群
か
ら
、
「
世
を
そ
む
く
」
歌
に
移
行
す
る
冒
頭
部
と
い
う
観
点
か
ら
、
敢
て

具
体
的
な
人
名
を
記
述
せ
ず
に
お

い
た
撰
者
の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
だ

ろ
う
か
。
こ
の
詞
書
の

「
世
を
そ
む
く
」
歌
群
五
首
の
終
末
も
公
任

の
、

世
を
そ
む
き
て
長
谷
に
侍
り

け
る
こ
ろ
、
入
道
の
中
将
の
も
と
よ
り
ま
だ
住

み
な
れ
じ
か
し
な
ど
申
し
た
り
け
れ
ば

谷
風
に
な
れ
ず
と

い
か
が
思
ふ
ら
ん
心
は
は
や
く
す
み
に
し
も
の
を

と
い
う
詠
歌
で
構
成
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。

「雑
三
」
の
巻
末
歌
群
は
、
次

に
掲
げ
る
隠
棲
の
歌
の
五
首

(
㎜
～
㎜
)
で
あ

る
。

良
暹
法
師
、
大
原
に
こ
も
り

ゐ
ぬ
と
聞
て
つ
か
は
し
け
る

素
意
法
師

み
草
ゐ
し
お
ぼ
ろ
の
清
水
底
澄

み
て
心
に
月
の
影
は
浮
か
ぶ
や

返
し

良
暹
法
師

ほ
ど

へ
て
や
月
も
う
か
ば
ん
大
原
や
お
ぼ
ろ
の
清
水
す
む
名
ば
か
り
ぞ

良
暹
法
師
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る

藤
原
国
房

思
ひ
や
る
心
さ

へ
こ
そ
さ
び
し
け
れ
大
原
山
の
秋
の
夕
ぐ
れ

弟
な
り
け
る
法
師
の
、
山
ご
も
り
し
て
侍
り
け
る
が
も
と
よ
り
、
か
く
て
な

ん
、
あ
り
と
ぐ
ま
し
き
と
い
ひ
て
侍
り
け
る
返
り
ご
と
に
つ
か
は
し
け
る

律
師
長
範

思
は
ず
に
入
る
と
は
見
え
き
あ
つ
さ
弓
か
へ
ら
ば
か

へ
れ
人
の
た
め
か
は

長
楽
寺
に
す
み
侍
り
け
る
比
、
人
の
、
な
に
ご
と
か
と

い
ひ
て
侍
り
け
れ
ば

つ
か
は
し
け
る

上
東
門
院
中
将

思
ひ
や
れ
と
ふ
人
も
な
き
山
里
の
か
け
ひ
の
水
の
心
ぼ
そ
さ
を

㎜
～
㎜
の
三
首
は
、
大
原
に
隠
棲
し
て
い
た
良
暹
法
師
と
の
贈
答
歌
と
、
良
暹

法
師
に
送

っ
た
歌
で
、
い
ず
れ
も
、
良
暹
の
悟
り
の
心
境
を
思
い
や
っ
た
も
の
で

あ
る
。
良
暹
は
本
集
に
十
四
首
を
入
集
す
る
歌
人
で
、
能
因
、
道
命
に
次
い
で
有

力
な
僧
侶
歌
人
の

一
人
で
あ
る
。
ま
た
、
橘
俊
綱
と
親
し
く
、
彼
の
伏
見
邸
サ
ロ

ン
を
通
し
て
孝
善

・
成
助

・
国
房
ら
と
の
交
流
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
良

暹
の
よ
う
な
僧
侶
歌
人
や
津
守
国
基
の
よ
う
な
神
宮
の
歌
人
を
評
価
し
、
そ
の
詠

歌
を
積
極
的
に
入
集
し
よ
う
と
す
る
撰
者
の
試
み
は
、
こ
の

「雑
三
」
の
終
末
部

に
も
顕
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

次
歌
は
、
律
師
朝
範
の
、

お
と
う
と
な
り
け
る
法
師
の
、
山
ご
も
り
し
て
侍
り
け
る
が
も
と
よ
り
、
か

く
て
な
ん
、
あ
り
と
ぐ
ま
し
き
と
い
ひ
て
侍
り
け
る
返
り
事
に
つ
か
は
し
け

る
思
は
ず
に
入
る
と
は
見
え
き
あ
つ
さ
弓
か

へ
ら
ば
か
へ
れ
人
の
た
め
か
は

と
い
う
詠
歌
で
あ
る
。
朝
範
は
、
平
棟
仲
男
で
、
詞
書
の

「お
と
う
と
な
り
け
る

法
師
」
は
忠
快
、
妹
に
周
防
内
侍
が
い
る
。
縁
語
を
巧
み
に
用
い
た
こ
の
詠
は
、

出
家
し
た
弟
の
法
師
に
帰
り
を
促
し
た
愛
情
あ
ふ
れ
る
詠
歌
で
あ
る
。

「
雑
三
」
の
巻
末
は
次
の
歌
が
排
さ
れ
て
い
る
。

長
楽
寺
に
住
み
侍
り
け
る
比
、
人
の
何
事
か
と
い
ひ
て
侍
り
け
れ
ば
つ
か
は

し
け
る

上
東
門
院
中
将

思
ひ
や
れ
と
ふ
人
も
な
き
山
里
の
か
け
ひ
の
水
の
心
ぼ
そ
さ
を

訪
ね
る
人
も
い
な
い
山
里
に
住
む
作
者
の
頼
り
な
い
心
ぼ
そ
さ
を
、
筧

の
上
に

流
れ
る
水
の
音
に
託
し
て
詠
じ
た
歌
で
あ
ろ
う
。
詞
書
に
記
さ
れ
た
よ
う
に
長
楽

寺
の
近
辺
の
山
里
の
わ
び
し
げ
な
情
景
と
、
作
者
の
や
る
せ
な
い
心
情
を

一
首
中

に
盛
り
込
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
性
格
を
有
す
る
歌
は
、
中
世
和
歌
に
生
ま
れ
る

24



後拾遺集 「雑三」 の構造 と特性について

自
己
観
照
の
萠
芽
と
も
受
け
取
れ

よ
う
。
「
無
常
」
の
歌
を
収
集
し
た

「
雑
三
」

巻
の
巻
末
に
置
い
た
意
味
も
理
解
で
き
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
後
拾
遺
集

「
雑
三
」
巻
の
構
造
は
、
古
今
集

「雑
下
」
を
基

盤
と
し
な
が
ら
も
、
詠
歌
内
容
に
よ
る
分
類
や
排
列
に
後
拾
遺
集
独
自
な
構
造
の

意
図
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
七
十
首
の
前
半
部
に
、
「
無
常
」
を
導
く
日
常
生
活
に
於
け
る
具
体
的
な

嘆
き
や
述
懐
を
詠
じ
た
歌
を
排
し
、
そ
の
転
換
部
に
は
漢
詩
等
に
典
拠
を
求
め
た

歌
や
、
観
念
的
な
歌
を
置
く
な
ど
、
随
所
に
新
奇
な
趣
向
を
盛
り
込
ん
だ
編
纂
方

針
が
と
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
ま
た
、
先
行
勅
撰
集
に
は
見
ら
れ
な
い
七

首
の

「
流
謫
」
の
歌
を
排
す
る
な
ど
構
成
上
も
注
目
さ
れ
る
。

後
半
は
、
前
半
の
嘆
き
や
述
懐
を
詠
じ
た
歌
を
受
け
て
、
出
家
や
隠
棲
な
ど
を

題
材
し
た
歌
を
中
心
に
集
め
、
「無
常
観
」
を
導
く
と
い
う
構
成
を
と
っ
て
い
る
。

前
半
の
詳
細
な
作
歌
事
情
を
語
る
詞
書
に
比
し
て
、
後
半
は
簡
略
な
詞
書
記
述
に

な

っ
て
お
り
、
歌
が
、
詞
書
に
依
拠
す
る
要
素
が
少
な
く
な

っ
て
、
「無
常
」
と

い
う
観
念
を
凝
視
し
て
詠
作
し
よ
う
と
す
る
傾
向
の
顕
れ
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ

・つ
。前

述
し
た
構
造
を
参
照
し
な
が
ら
次
に
、
規
範
と
し
た
古
今
集

「雑
下
」
と
の

比
較
に
お
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

歌
数
的
に
は
、
古
今
六
八
首
、
後
拾
遺
七
十
首
と
ほ
ぼ
同
数
の
収
集
で
あ
る
。

　
ら
　

古
今
集

「雑
下
」
巻
は
、
松
田
武
夫
氏
に
拠
る
と
そ
の
構
造
は
、
「世
の
中
の

一

切
を
無
常
と
観
じ
、
従

っ
て
、
世

の
中
を
厭

い
、
そ
の
結
果
遁
世
に
志
す

こ

う
し
た
無
常
に
就
い
て
の

一
般
的
説
明
か
ら
始
ま
り
、
人
間
は
如
何
な
る
場
合
に

無
常
観
を
抱
く
に
至
る
か
を
、
具
体
的
に
、
流
罪

・
解
任
等
の
公
的
生
活
の
中
に

と
ら
え
る

一
方
、
憂
悶

・
失
意

・
失
望

・
絶
縁

・
無
音

・
不
信
等
の
私
的
生
活
中

に
も
見
出
し
、
そ
の
処
置
と
し
て
、
遁
世

・
流
浪

・
献
白
な
ど
の
方
法
が
採
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
で
結
ぶ
の
が
雑
歌
下
の
全
体
的
構
造
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
る
。

ま
た
こ
の
巻
は
、
無
常
と
い
う

一
つ
の
テ
ー
マ
、
思
想
に
よ
っ
て
貫
か
れ
た
も
の

と
示
唆
さ
れ
る
。

後
拾
遺
集

「
雑
三
」
は
、
こ
う
し
た
構
造
や
内
容
の
継
承
を
基
盤
と
し
て
編
纂

さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
い
く
つ
か
の
相
違
点
も
あ
る
。

ま
ず
、
古
今
集
雑
歌
と
の
形
態
的
な
相
違
点
は
、
そ
の
詞
書
表
記
で
あ
る
。
古

今
集

「雑
下
」
巻
の
六
八
首
の
約
半
数
が

「
題
し
ら
ず
、
読
人
し
ら
ず
」
で
あ
る

の
に
反
し
て
、
後
拾
遺
集

「雑
三
」
で
は

「
題
し
ら
ず
、
読
人
し
ら
ず
」
は
全
く

な
い
。
わ
ず
か
二
首
の
題
し
ら
ず
歌

(作
者
名
あ
り
)
が
入
集
す
る
の
み
で
、
所

収
歌
の
ほ
と
ん
ど
に
人
名
記
述
が
あ
る
長
文
で
詳
細
な
詞
書
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

　
　

　

ハ
　

　

こ
の
顕
著
な
現
象
に
つ
い
て
は
、
逸
話
趣
味
的
傾
向
や
説
話
生
成

へ
の
気
運
等
と

重
ね
合
わ
せ
た
御
論
考
も
あ
る
。

こ
う
し
た
相
違
点
を
捉
え

つ
つ
、
次
に
こ
の
二
集
の
雑
歌
を
具
体
的
に
考
察
し
、

後
拾
遺
集
と
古
今
集
の
質
的
変
化
を
捉
え
、
ま
た
後
拾
遺
集

「
雑
三
」
の
独
自
性

や
特
性
を
探

っ
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

総
て
の
雑
歌
に
つ
い
て
述
べ
る
余
裕
を
持
た
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
主
題
構
成

の
上
で
注
目
さ
れ
る
数
首
を
と
り
掲
げ
て
考
察
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
こ
の
無
常
の
巻
を
と
き
お
こ
す
古
今
、
後
拾
遺
集
の
次
の
二
首
の
巻
頭

歌
を
と
り
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。

題
し
ら
ず

よ
み
人
し
ら
ず

世
の
中
は
な
に
か
常
な
る
あ
す
か
川
き

の
ふ
の
淵
ぞ
け
ふ
は
瀬
に
な
る

備
中
守
棟
利
身
ま
か
り
け
る
か
は
り
を
、
人
々
望
み
侍
る
と
き
き
て
、
内
な

り
け
る
人
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る

清
原
元
輔

た
れ
か
ま
た
年
経
ぬ
る
身
を
ふ
り
捨
て
て
吉
備
の
中
山
こ
え
ん
と
す
ら
ん

古
今
集

の

「世
の
中
」
の
巻
頭
歌
は
、
「世
の
中
は
何
か
つ
ね
な
る
」
と

い
う

観
念
の
例
証
と
し
て
飛
鳥
川
を
引
い
て
、
世
の
種
々
の
変
転
の
無
常
観
を
詠
う
。

歌
の
調
べ
と
歌
の
内
容
が
融
合
し
て
歌
と
し
て
の
拡
が
り
を
持

っ
て
お
り
、
巻
頭
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を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
詠
歌
と
も

い
え
よ
う
。

一
方
、
後
拾
遺
集
は
巻
頭
か
ら
き

わ
め
て
個
別
的
な
作
歌
事
情
が
付
加
さ
れ
て
お
り
、
作
者

の
述
懐
が
よ
り
具
体
的

に
詠
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。

古
今
集
、
後
拾
遺
集
両
集
に
共
通

し
て
流
罪
の
歌
と
い
う

の
が
あ
る
。
後
拾
遺

集
に
載
る
流
罪
の
歌
は
七
首
と
数
量
的
に
増
加
の
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い

て
は
構
成
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
の
で
、
そ
れ
に
譲
る
が
、
こ
の
七
首
の
歌
群
は
、

同
じ
素
材
を
用
い
た
歌
や
暦
日
記
述
を
用
い
た
詞
書
を
排
列
さ
せ
た
り
、
聴
覚
的

素
材
を
連
環
さ
せ
て
、

一
つ
の
世
界
を
主
張
す
る
な
ど
構
成
的
に
苦
心
の
跡
も
見

ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

古
今
集
の
流
罪
の
歌
は
、
次
の
二
首

(
1

2

ρnU
●
ρhU

OJ

OJ
)
で
あ
る
。

隠
岐
国
に
流
さ
れ
て
侍
り
け
る
時
に
よ
め
る

篁
朝
臣

思
う
ひ
き
や
ひ
な
の
別
れ
に
お
と
ろ
へ
て
あ
ま
の
縄
た
き
い
さ
り
せ
む
と
は

田
む
ら
の
御
時
に
事
に
あ
た
り
て
津
の
国
の

「須
磨
」
と
い
ふ
所
に
こ
も
り

侍
り
け
る

在
原
行
平
朝
臣

わ
く
ら
ば
に
と
ふ
人
あ
ら
ば
須
磨
の
浦
に
も
し
ほ
た
れ
つ
つ
わ
ぶ
と
こ
た

へ
よ

篁
の
歌
は
、
流
罪
に
あ

っ
て
の
自
分
の
感
情
を
素
直
に
表
現
し
て
お
り
、
初
句

切
れ
の
力
強
い
詠
歌
で
、
次
の
讎
も
、
切
々
た
る
哀
愁
が
感
じ
ら
れ
る
歌
で
そ
の

調
べ
も
優
美
で
あ
る
。

題
し
ら
ず

よ
み
人
し
ら
ず

あ
は
れ
て
ふ
こ
と
こ
そ
う
た
て
世
の
中
を
思
ひ
離
れ
ぬ
ほ
だ
し
な
り
け
れ
(
939
)

世
の
中
は
夢
か
現
か
現
と
も
夢
と
も
知
ら
ず
あ
り
て
な
け
れ
ば

(
249
)

い
か
な
ら
む
巌
の
な
か
に
住
ま
ば
か
は
世
の
憂
き
こ
と
の
聞
え
来
ざ
ら
ん
(259
)

は
、
「題
し
ら
ず
、
読
人
し
ら
ず
」

の
詠
歌
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
歌
も
、
感
情
か

ら
ほ
と
ば
し
り
出
る
詠
嘆
の
調
べ
は
、
無
条
件
に
納
得
で
き
る
文
学
性
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
点
で
は
後
拾
遺
集

「
雑
三
」
に
所
収
さ
れ
た

「
無
常
」
の
歌
は
、
古

今
集
ほ
ど
昇
華
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
歌
が
詠
歌
場
面
に
引
き
ず
ら
れ
て
個
別

的
な
主
張
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
と
い
う
感
が
し
て
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う

に
、
古
今
集
と
後
拾
遺
集
の
雑
歌
は
本
質
的
な
機
能
上
の
違

い
が
あ
る
の
で
は
な

を

む

ヘカ
ろ
う
力

後
拾
遺
集

「雑
三
」
巻
に
お
け
る
構
造
の
分
析
、
そ
し
て
古
今
集

「雑
下
」
巻

と
の
比
較
検
討
を
基
に
次
に
、
後
拾
遺
集

「
雑
三
」
の
詠
歌
の
特
性
に
つ
い
て
考

え
て
み
た

い
。

雑
部
の
概
観
的
な
構
成
に
つ
い
て
は
・
甑

恥

松
本
真
奈
美
奥
の
御
論
が
あ

る
。
島
田
氏
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
い
く
つ
か
の
現
象
を
捉
え
て
、
宗
教
的
雰
囲

気
の
強
ま
り
の
様
相
を
示
し
て
い
る
も
の
と
し
、
そ
れ
は
平
安
時
代
下
降
期
の
時

代
相
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。

お
お
ま
か
に
は
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
現
象
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
が
、

微
細
に
渡

っ
て
詠
ん
で
見
る
と
、
後
拾
遺
集

「雑
三
」
に
は
独
自
な
特
性

の
い
く

つ
か
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
の

一
つ
は
、
既
に
多
方
面
か
ら
注
目
さ
れ
る
長
文
の
詞
書
記
述
の
問
題
で
あ

る
。
そ
の
顕
著
な
現
象
を
捉
え
る
た
め
に
、
古
今
集

「雑
下
」
の
詞
書
記
述
と
比

26

較
し
た
様
相
を
、
次
に
掲
げ
る
表
H
に
記
し
た
。

こ
の
表
か
ら
も
明
確
な
よ
う
に
、
後
拾
遺
集
で
は

「
雑
三
」
の
半
数
が
二
行
以

上
に
渡
る
長
文
で
詳
細
な
詞
書
が
付
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、

〈表

∬
〉

歌 数

詞 書

後拾遺集

70

古今集

68

長 文

詞 書

35

(50%)

15

(22%)

人 名

記 述

29

(41%)

3

(0.4%)

題 し ら ず

読人 しらず

0 27

(40%)

題 し ら ず

作 者 あ り

2 5



後拾遺集 「雑三」の構造 と特性 について

古
今
集

「雑
下
」
で
は
、
入
集
歌

の
四
割
が

「題
し
ら
ず
、
読
人
し
ら
ず
」
詠
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
詠
歌
は
、
ほ
と

ん
ど
が
、
作
者
名
や
作
歌
時
期
の
乏
し
い
古
歌

た
る
理
由
に
拠
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
「雑
三
」
に
あ
っ
て
は
、
こ
の

「題
し
ら

ず
、
読
人
し
ら
ず
」
詠
は
、
全
く

な
い
。
わ
ず
か
二
首

(鵬

・
㎜
)
が
、
「題
し

ら
ず
」
歌
で
あ
る
。

蟷
は
道
済
、

㎜
は
斎
宮
女
御
詠
で
あ
る
。
こ
の

「
題
し
ら

ず
」
歌
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
構
成
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
の
で
そ
れ
に
譲
る
が
、

後
拾
遺
集
の

「
題
し
ら
ず
」
歌
に
あ

っ
て
は
、
出
典
資
料
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る

も
の
に
は
付
さ
れ
て
い
た
詞
書
を
敢
え
て
省
い
て
、
「題
し
ら
ず
」
と
す
る
な
ど
、

あ
る
種
の
作
意
を
感
じ
さ
せ
る
も

の
が
あ
る
。
道
済

・
斎
宮
女
御
歌
は
、
歌
群
排

列
の
際
の
主
題
の
転
換
の
意
味
を
有
し
て
い
る
も
の
と
も
受
け
と
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
全
体
が
具
体
的
な
作
歌
事
情
を
述
べ
る
詠
歌
に
あ

っ
て
、

「題
し
ら
ず
」
と
記
述
し
た
歌
に
も
独
自
で
文
芸
的
な
主
張
も
有
し
た
と

い
え
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

詳
細
で
具
体
的
な
事
情
を
付
す

詞
書
中
に
、
人
名
記
述
の
多

い
こ
と
も
後
拾
遺

集
雑
歌
の
特
質
で
あ
ろ
う
。
詞
書
中
の
人
名
記
述
数
と
い
う
点
で
整
理
す
る
と
、

四
季
部
や
恋
部
に
比

べ
て
、
雑
部

に
は
圧
倒
的
に
多
く
、
先
行
勅
撰
集
に
は
見
ら

れ
な

い
増
加
の
傾
向
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
作
品
独
自
で
、
個
別
的
な
事
情
を
詞
書
に
記
述
す
る
傾
向
は
、
ど

の
よ
う
な
意
味
を
持

つ
の
だ
ろ
う

か
。
で
は
、
こ
の

「
雑
三
」
巻
の
人
名
記
述
は

ど
う
だ
ろ
う
か
。
七
十
首

の
入
集
歌
の
う
ち
、
人
名
の
記
述
数
は
三

一
、
全
体
の

四
四
、
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て

い
る
。
こ
の
う
ち
、
上
東
門
院

・
良
暹
法
師
が

(
10

)

二
回
名
を
顕
わ
し
て
い
る
。
武
田
早
苗
氏
に
よ
る
と
、
上
東
門
院
は
、
他
の
巻
の

詞
書
に
も
記
さ
れ
、
後
冷
泉
院
、
宇
治
前
太
政
大
臣
に
次
い
で
多
く
登
場
す
る
。

こ
の
詞
書
に
多
く
登
場
す
る
人
物

は
、
詠
作
者
と
い
う
よ
り
は
歌
合
や
歌
会
の
主

催
者
で
あ
る
と

い
う
見
解
を
述

べ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
、後
拾
遺
集
は
、

個
別
的
な
作
歌
事
情
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
編
纂
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
が

こ
の
よ
う
な
面
か
ら
も
窺
え
る
。
そ
の
点
で
は
、
古
今
集
の
具
体
的
で
個
人
的
な

作
歌
事
情
を
削
除
し
、
純
粋
に
文
学
的
な
普
遍
性
を
追
求
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿

勢
と
は
本
質
的
に
異
な
る
傾
向
に
あ
る
。

後
拾
遺
集
撰
者
は
、
雑
部
編
纂
に
あ
た

っ
て
、
古
今
集
の

「雑
下
」
巻
と
は
、

異
質
で
革
新
的
な

一
面
を
こ
の
詞
書
記
述
と
い
う
点
に
注

い
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

後
拾
遺
集

の

「
雑
三
」
と
い
う
巻
は
、
こ
う
し
た
詠
作
の
場
や
状
況
と
密
着
し

た
詠
作
法
に
よ
る
、

一
つ
の
独
特
な
無
常

の
世
界
を
形
成
し
て
い
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
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